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第
五
回
（
最
終
回
）
仏
教
伝
道
セ
ン
タ
ー
に
て

井

上

希

道

坐
に
先
だ
っ
て

坐
禅
す
る
に
は
正
し
い
方
法
が
不
可
欠
で
す
。
つ
ま
り
的
を
得
た
着
眼
点
が
必
要
で
す
。
功
夫
の
要
点
が
如
実
に
明
ら

か
な
人
は
、
後
は
実
践
あ
る
の
み
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
坐
禅
を
続
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
で
な
い
方
の
た
め
に
簡
潔
に

申
し
上
げ
ま
す
。

「
道
」
「
法
」
を
得
る
に
は
、
成
り
切
る
こ
と
が
第
一
で
す
。
成
り
切
る
と
は
、
皆
さ
ん
の
経
験
か
ら
言
い
ま
す
と
、
受

験
勉
強
の
時
な
ど
、
差
し
迫
っ
た
時
間
内
で
事
を
済
ま
そ
う
と
思
う
と
、
ど
う
し
て
も
一
生
懸
命
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

一
生
懸
命
の
時
は
精
神
が
高
密
度
に
集
中
し
て
い
て
、
心
に
余
分
な
も
の
が
有
り
ま
せ
ん
。
二
時
間
三
時
間
が
あ
っ
と
い

う
間
だ
っ
た
筈
で
す
。
そ
れ
は
一
生
懸
命
に
な
り
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
速
く
、
知
性
も
感
性
も
意
志
も
、
目
的
に
統

一
さ
れ
て
一
つ
に
成
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
本
当
に
一
心
不
乱
で
あ
れ
ば
雑
念
は
自
ず
か
ら
無
い
の
で
す
。
だ
か
ら
勉
強

の
み
で
す
。
勉
強
し
て
お
る
こ
と
も
忘
れ
、
し
て
お
る
自
分
も
忘
れ
て
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
「
成
り
切
る
」

と
言
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
は
既
に
着
眼
の
基
準
と
も
言
え
る
大
切
な
体
験
を
、
何
度
も
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
時
の
よ
う
に
、
真
剣
に
、
一
心
不
乱
に
没
頭
す
れ
ば
何
時
で
も
成
り
き
れ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

純
一
に
な
れ
ば
余
念
は
自
然
に
無
く
な
る
の
で
す
。
自
我
も
拘
り
も
雑
念
も
無
い
の
で
す
。
本
当
に
徹
し
切
っ
た
ら
煩

悩
の
本
で
あ
る
「
隔
た
り
」
が
取
れ
て
無
く
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
今
」
一
つ
事
に
一
心
不
乱
に
な
っ
て
お
れ
ば
い

い
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
坐
禅
は
難
し
い
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
単
純
な
事
を
単
純
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
や
っ
て
お

れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
、
雑
念
、
煩
悩
、
本
能
、
感
情
が
出
て
き
て
も
、
根
本
的
に
無
視
し
て
、
一
心
不

乱
に
単
純
な
一
呼
吸
を
続
け
て
お
れ
ば
、
や
が
て
知
情
意
が
治
ま
り
、
心
の
ク
セ
が
取
れ
る
の
で
す
。

何
か
を
求
め
た
り
探
し
た
り
、
知
る
た
め
じ
ゃ
な
い
。
何
か
を
得
る
た
め
で
も
無
い
の
で
す
。
た
だ
自
分
の
心
の
癖
を

取
る
だ
け
で
す
。
あ
っ
ち
に
、
こ
っ
ち
に
飛
び
廻
っ
て
波
風
を
起
こ
す
癖
。
心
と
身
が
隔
た
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
心
が
勝
手
に
飛
び
回
る
の
で
す
か
ら
、
「
隔
た
り
」
を
取
る
こ
と
が
癖
を
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
が
「
囚
わ

れ
る
自
己
を
超
え
る
」
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
一
息
に
な
り
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
一
息
と
は
、
吐
く

だ
け
。
吸
う
だ
け
。
こ
れ
を
飽
き
も
せ
ず
、
た
だ
単
々
と
や
る
の
で
す
。
一
心
に
成
る
に
従
っ
て
心
の
拡
散
、
心
の
散
漫

癖
が
取
れ
る
の
で
す
。
真
剣
に
、
真
面
目
に
、
吐
く
だ
け
。
吸
う
だ
け
。
本
気
に
な
っ
て
、
一
呼
吸
に
没
頭
し
て
く
だ
さ

い
。た

っ
た
今
か
ら
本
真
剣
で
一
呼
吸
に
没
頭
し
て
く
だ
さ
い
。
な
ん
で
も
な
い
こ
と
に
一
生
懸
命
に
な
れ
る
人
が
真
実
の

人
で
す
。
真
剣
に
す
れ
ば
誰
で
も
成
り
き
れ
る
の
で
す
か
ら
。
で
は
。

正
法
眼
蔵

有
時
の
巻

提
唱

第
五
回
（
最
終
回
）

有
時
の
巻
は
こ
れ
が
最
終
回
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
読
ん
で
見
ま
し
ょ
う
。
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本
文

「
到
は
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
て
不
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
て
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
ず
。
意
は
意
を

け

い

げ

さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ
れ
時
な

り
。
礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
。

す

て

我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
。
又
、
意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、

い

ん

も

句
は
向
上
関
棙
の
時
な
り
。
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離
此
の
時
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
辦
肯
す
べ
し
。
有
時

か
ん
れ
い

そ

く

し

り

し

す
べ
し
。

向
来
の
尊

宿
と
も
に
恁
麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ
き
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
や
。
い
ふ
べ
し
、
意
句
半
到
也
有
時
、

そ
ん
し
ゆ
く

意
句
半
不
到
也
有
時
。

か
く
の
ご
と
く
の
参
究
あ
る
べ
き
な
り
。

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
。

恁
麼
の
ご
と
く
参
来
参
去
、
参
到
参
不
到
す
る
、
有
時
の
時
な
り
。
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「
到
は
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
て
不
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
ず
。」

け
い

げ

「
到
」
と
は
至
る
事
で
す
。
至
っ
た
時
は
至
っ
た
時
の
様
子
し
か
有
り
ま
せ
ん
ね
。
「
罜
礙
せ
ら
る
」
と
は
さ
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
同
化
一
体
の
意
で
す
。
「
罜
礙
せ
ら
れ
ず
」
と
は
、
関
わ
ら
な
い
と
言
う
事
で
す
。
到
は
到
で
し
か
な
い

の
で
、
不
到
と
は
関
わ
ら
な
い
と
。
白
は
黒
に
非
ず
。
昼
は
夜
に
非
ず
。
有
り
の
侭
の
事
が
大
切
な
の
で
す
。
白
は
白
に

白
さ
せ
ら
れ
て
い
る
様
子
で
す
。
単
純
化
も
一
切
同
じ
で
す
。
立
っ
て
お
る
時
は
立
つ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ

を
活
動
に
活
動
使
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
物
自
体
に
成
る
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
私
達
の
こ
の
身
心
の
働
き
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
縁
の
様
子
で
あ
っ
て
、
歩
い
て
お
る
時
は
留
ま

っ
て
お
る
時
で
は
な
い
。
寝
て
お
る
時
は
起
き
て
お
る
時
で
は
な
い
。
歩
く
は
歩
く
に
歩
く
さ
せ
ら
れ
て
お
る
。
呼
吸
に

呼
吸
さ
せ
ら
れ
て
お
る
。
そ
の
事
を
「
罜
礙
せ
ら
れ
る
」
と
言
う
の
で
す
。
今
、
そ
の
事
だ
け
。
そ
れ
し
か
無
い
の
で
、

「
罜
礙
せ
ら
れ
ず
」
、
関
わ
ら
な
い
と
。

「
不
到
は
不
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
て
、
到
に
罜
礙
せ
ら
れ
ず
。」

こ
れ
も
全
く
同
じ
で
す
。
不
到
は
不
到
に
不
到
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
到
と
は
関
わ
ら
な
い
。
絶
対
に
こ
れ
だ
け
だ
。

本
来
縁
の
み
で
他
に
何
も
無
い
、
と
言
う
事
を
徹
底
知
っ
て
貰
い
た
い
為
に
こ
こ
ま
で
説
い
て
い
る
の
で
す
。
慈
悲
以
外

何
者
も
な
い
の
で
す
。

歩
く
ば
か
り
に
な
っ
た
ら
、
歩
い
て
お
る
と
か
止
ま
っ
て
お
る
と
か
言
う
自
己
は
無
い
。
相
対
的
な
意
識
な
ど
は
無
い
。

到
、
不
到
に
関
わ
ら
無
い
か
ら
、
動
き
な
が
ら
動
く
者
が
無
い
。
有
り
な
が
ら
無
い
。
こ
れ
が
真
相
で
あ
り
今
の
様
子
で

あ
る
ぞ
と
。

「
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
見
る
。
」

我
々
は
感
じ
た
り
思
っ
た
り
を
自
由
自
在
に
す
る
で
し
ょ
う
。
意
が
意
を
し
て
お
る
だ
け
で
す
。
本
当
に
意
を
し
て
い
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る
時
は
意
は
無
い
の
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
意
に
意
は
無
い
の
で
す
。
こ
の
様
子
を
「
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
見
る
。
」

と
言
う
の
で
す
。
こ
の
「
意
を
見
る
」
の
見
る
は
、
見
聞
覚
知
の
見
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
自
体
で
あ
る
、
と
言
う
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
衝
突
も
混
乱
も
起
こ
ら
ず
、
自
由
自
在
に
意
が
意
を
し
て
い
る
の
で
す
。

何
を
思
お
う
と
、
何
を
感
じ
よ
う
と
、
意
に
は
一
切
関
係
な
い
の
で
す
。
思
っ
た
時
は
思
っ
た
時
で
す
。
つ
ま
り
、
そ

れ
自
体
だ
か
ら
終
わ
っ
た
時
で
す
。
「
今
」
「
今
」
、
始
終
同
時
で
す
。
前
後
が
無
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
意
そ
れ
自
体
、

こ
れ
を
平
常
心
是
道
と
言
う
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
私
達
は
日
常
思
っ
た
事
や
考
え
た
事
、
人
に
言
わ
れ
た
事
や
見
た
こ
と
の
一
々
に
引
っ
か
か
っ
て
苦
し
む

の
か
。

そ
れ
は
思
っ
た
事
を
留
め
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
思
っ
た
事
は
思
っ
た
時
、
既
に
終
わ
っ
て
お
る
の
に
、
そ
の
事
を
留

め
る
も
う
一
つ
の
自
分
が
あ
る
。
影
の
自
分
が
あ
る
。
そ
う
し
て
し
ま
う
心
の
癖
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
そ
れ
と
認

め
眺
め
て
し
ま
う
心
の
癖
。
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
色
々
理
屈
を
付
け
る
自
分
。
影
を
作
っ
て
し
ま
う
自
分
。
そ
れ
が
有

る
と
記
憶
装
置
に
残
る
の
で
す
。
だ
か
ら
情
報
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
も
の
が
、
縁
に
無
制
限
に
反
応
し
て
顔
を
出
し

て
来
る
か
ら
で
す
。

意
は
意
を
し
て
い
る
時
し
か
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
意
に
過
去
の
情
報
が
反
応
す
る
形
で
余
念
と
し
て
起
こ
る

の
で
す
。
こ
れ
が
囚
わ
れ
で
あ
り
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
構
造
で
す
。

即
処
そ
の
場
で
考
え
る
、
思
う
、
思
惟
す
る
。
こ
れ
は
人
間
の
特
性
で
あ
る
知
性
の
、
自
然
な
作
用
で
す
。
で
す
か
ら

こ
れ
が
無
く
な
っ
た
り
鈍
化
し
た
ら
、
人
間
で
は
な
く
な
る
の
で
す
。

縁
に
応
じ
て
思
う
こ
と
自
在
、
考
え
る
こ
と
自
在
。
意
が
意
に
さ
え
ら
れ
な
い
。
次
の
意
に
も
前
の
意
に
も
関
わ
ら
ん

で
し
ょ
う
。
「
意
は
意
を
さ
え
、
意
を
見
る
」
と
。
そ
の
時
の
意
で
す
よ
。
そ
の
時
の
働
き
で
す
よ
。
そ
の
時
の
心
の
様

子
自
体
が
意
で
あ
る
と
言
う
事
で
す
。
次
ぎ
も
同
じ
で
す
。

「
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
」

句
は
意
思
表
示
、
表
現
、
言
葉
、
そ
の
時
限
り
の
も
の
で
す
。
美
味
し
か
っ
た
、
綺
麗
だ
な
は
そ
の
時
の
様
子
で
あ
り

そ
の
時
限
り
の
も
の
で
す
。
言
葉
で
は
あ
っ
て
も
言
葉
に
何
も
な
い
の
で
す
。
美
味
し
い
、
綺
麗
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。

美
味
し
い
、
綺
麗
が
句
に
な
っ
た
だ
け
で
す
。
そ
れ
が
句
で
す
。
宝
鏡
三
昧
に
、
「
婆
婆
和
和
、
有
句
無
句
」
と
あ
る
で

し
ょ
う
。
赤
ち
ゃ
ん
が
、
意
味
無
く
バ
ー
バ
ー
、
ワ
ー
ワ
ー
と
発
す
る
。
そ
れ
自
体
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
外
の
何

者
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

句
を
認
め
る
と
概
念
と
な
り
、
過
去
の
デ
ー
タ
ー
と
重
な
っ
て
問
題
化
す
る
の
で
す
。「
只
」
句
。
句
そ
の
も
の
。「
只
」

言
葉
。
言
葉
そ
の
も
の
。
耳
の
侭
、
眼
の
侭
。
見
聞
覚
知
の
侭
が
「
道
」
「
法
」
で
す
。
こ
れ
が
「
句
は
句
を
さ
へ
、
句

を
み
る
」
の
真
相
で
す
。

言
無
展
事
。
語
不
投
機
。
承
言
者
喪
。
滞
句
者
迷
。
（
言
は
事
を
展
べ
る
こ
と
な
く
、
語
は
機
に
投
ぜ
ず
、
言
を
承
け

る
者
は
う
し
な
い
、
句
に
滞
る
者
は
迷
う
。
）
言
句
に
は
ひ
と
か
け
ら
の
事
実
は
な
く
、
言
葉
で
は
ど
う
し
て
も
学
人
に

真
実
を
伝
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
そ
の
物
自
体
に
な
っ
て
冷
暖
自
知
の
外
は
な
い
。
言
を
承
け
て
云
々
し
始
め
た
ら
最
後
、

道
を
失
う
。
言
葉
で
分
か
っ
た
者
は
全
て
知
解
情
量
で
あ
り
妄
覚
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
句
に
も
囚
わ
れ
た
ら
迷
道
す
る
。
と

古
人
は
明
言
し
て
い
ま
す
。
次
ぎ
も
同
様
で
す
。

「
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
。
」

「
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
。
」
と
は
そ
れ
自
体
と
言
う
こ
と
で
す
。
流
水
が
大
き
な
岩
に
阻
ま
れ
る
。

如
何
に
も
水
は
岩
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
水
も
岩
も
そ
の
よ
う
な
意
は
な
い
。
礙
は
人
に
あ
っ
て
そ
の
物

自
体
に
は
無
い
の
で
す
。
礙
の
時
は
そ
れ
し
か
な
い
様
子
が
自
然
で
あ
り
「
道
」
「
法
」
で
す
。
そ
れ
自
体
と
言
う
こ
と
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で
す
。
其
れ
が
其
れ
を
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
価
値
が
あ
る
の
で
す
。
塩
は
塩
の
辛
さ
が
あ
っ
て
塩
の
価

値
が
あ
り
、
砂
糖
は
砂
糖
の
甘
み
が
あ
っ
て
砂
糖
で
す
。
だ
か
ら
塩
は
塩
に
さ
え
ら
れ
て
塩
た
ら
し
め
て
お
る
、
砂
糖
は

砂
糖
し
て
お
る
時
が
仏
で
す
。
砂
糖
が
砂
糖
に
さ
え
ら
れ
る
、
砂
糖
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
事
で
す
。
塩
も
砂
糖
も
そ

れ
自
体
の
様
子
で
あ
り
、
辛
い
甘
い
の
意
は
無
い
の
で
す
。
目
が
目
を
し
て
お
る
。
耳
が
耳
に
さ
え
ら
れ
て
耳
を
し
て
お

る
自
然
の
様
子
が
「
道
」「
法
」
で
す
。
そ
れ
が
「
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
。」
と
言
う
こ
と
で
す
。

「
こ
れ
時
な
り
。
」

全
て
時
の
様
子
で
す
。
だ
か
ら
疑
義
せ
ず
に
素
直
に
縁
の
侭
に
「
只
」
従
い
去
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
な
の
に
自
己
を
運

ぶ
か
ら
問
題
が
起
こ
る
の
で
す
。
時
そ
の
も
の
に
成
ら
ず
、
抽
象
的
に
定
義
し
よ
う
と
、
意
に
意
を
重
ね
る
か
ら
「
今
」

と
遠
く
な
り
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
時
は
「
今
」
を
横
か
ら
眺
め
た
流
動
的
な
作
用
の
様
子
で
す
。
「
今
」
は
一
秒

過
去
も
無
く
一
秒
前
も
無
い
。
こ
の
瞬
間
が
「
今
」
で
す
。
時
そ
の
物
で
す
。

「
時
」
と
言
え
ば
「
今
」
が
過
ぎ
た
過
去
も
時
で
あ
り
、
今
の
「
今
」
も
時
で
あ
り
、
未
だ
こ
な
い
未
来
の
「
今
」
も
ひ

っ
く
る
め
て
「
時
」
で
す
。
整
理
を
し
て
言
う
な
ら
ば
、
時
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も
範
疇
に
入
っ
て
く
る
の
で
、
そ
ん

な
時
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
時
と
は
概
念
と
し
て
眺
め
て
起
こ
る
観
念
世
界
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
我
々
を
含
め
た
全
て
は
、
果
た
し
て
過
去
な
の
か
現
在
な
の
か
未
来
な
の
か
、
皆
さ
ん
ど
う
で
す
か
。「
今
」

に
決
ま
っ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
今
」
が
怪
し
い
か
ら
問
題
な
の
で
す
。

で
は
金
剛
経
の
「
過
去
心
不
可
得
、
現
在
心
不
可
得
、
未
来
心
不
可
得
」
と
は
何
か
で
す
。
此
処
の
所
が
ハ
ッ
キ
リ
し

た
ら
良
い
の
で
す
。
さ
あ
、
分
か
っ
た
か
ど
う
か
。
返
答
せ
い
、
と
言
う
最
後
の
詰
め
で
す
。
捕
ま
え
る
べ
き
実
体
は
何

も
無
い
の
が
時
で
す
。
こ
れ
が
有
時
の
正
体
で
す
。
「
こ
れ
時
也
」
と
。
本
当
の
「
今
」
が
明
了
了
と
な
る
ま
で
行
じ
切

る
し
か
時
の
真
相
を
体
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
ぞ
、
と
い
う
の
が
道
元
禅
師
の
本
意
で
す
。

「
礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。」

す

て

こ
の
礙
も
、
さ
え
ら
れ
る
、
そ
の
物
に
同
化
し
て
一
つ
に
な
る
事
で
す
。
「
他
法
に
使
得
せ
ら
る
」
の
「
他
法
」
と
は

別
の
事
と
い
う
意
で
す
。
「
使
得
せ
ら
る
」
と
は
そ
の
物
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
立
っ
て
お
る
の
に
、
坐
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
場
合
な
ど
、
縁
に
応
じ
て
転
じ
て
い
く
様
子
の
こ
と
で
す
。
そ
の
物
に
そ
の
物
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
起
き

て
寝
る
ま
で
縁
に
従
っ
て
コ
ロ
コ
ロ
自
在
に
や
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
他
の
時
と
違
う
か
ら
礙
す
る
事
が
な
い
の
で
す
。

足
と
て
右
と
左
と
前
後
し
て
作
用
す
る
が
、
決
し
て
前
に
も
後
に
も
礙
す
こ
と
は
な
い
。
見
る
時
も
、
こ
っ
ち
見
た
ら
こ

っ
ち
し
か
な
い
か
ら
、
混
乱
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
味
も
同
じ
で
す
。
ど
ん
な
物
も
喉
を
通
過
し
た
ら
パ
ッ
と
消
え

る
。
ど
ん
な
物
が
来
て
も
自
由
自
在
に
味
は
味
に
使
得
（
使
わ
れ
て
）
せ
ら
れ
て
罜
礙
な
し
。
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
よ
。
何
に
執
着
し
て
お
る
ん
で
す
か
、
何
に
囚
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
真
実
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
ぞ

と
言
う
こ
と
で
す
。

立
っ
て
も
坐
っ
て
も
、
寝
て
も
起
き
て
も
、
そ
れ
ら
の
一
切
が
絶
対
に
衝
突
無
く
作
用
し
て
い
る
の
は
、
「
他
法
を
礙

す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
だ
か
ら
で
す
。
他
法
も
縁
、
礙
も
縁
、
使
得
も
縁
で
す
。
縁
が
縁
を
妨
げ
る
道
理
は

な
い
。
水
が
水
を
濡
ら
す
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
縁
に
拠
っ
て
、
「
今
」
「
今
」
、
仮
に
そ
う
現
成
し
て
い
る
働
き

を
「
使
得
せ
ら
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

我
々
が
気
が
付
い
た
時
に
は
人
間
に
な
っ
て
た
で
し
ょ
う
。
人
間
に
人
間
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
は
既
に
目

が
あ
り
耳
が
あ
っ
て
、
全
体
こ
の
様
子
で
し
た
。
自
分
だ
と
知
っ
た
時
に
は
も
う
こ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
て
た
ん
で
す
。
だ
か

ら
知
ら
ず
し
て
心
も
体
も
全
体
が
罜
礙
無
く
、
礙
す
る
こ
と
無
く
働
い
て
い
る
の
で
す
。
知
る
か
ら
罜
礙
し
礙
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
知
ら
な
け
れ
ば
そ
れ
自
体
で
、
罜
礙
も
礙
も
何
に
も
無
い
か
ら
一
つ
も
問
題
は
起
こ
ら
な
い
の
で
す
。

大
切
な
の
は
、
そ
の
物
自
体
に
は
余
物
が
全
く
無
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
事
を
本
当
に
体
得
す
る
の
が
禅
修
行
の
目
的
で
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す
。
つ
ま
り
本
来
は
純
粋
無
垢
だ
と
言
う
こ
と
に
気
付
け
ば
心
底
か
ら
安
心
で
き
る
の
で
す
。
心
も
本
来
は
そ
う
な
の
で

す
が
、
概
念
を
形
成
し
て
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
か
ら
本
来
と
「
隔
た
り
」
を
起
こ
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
「
道
」
「
法
」
で

あ
り
真
相
な
の
に
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
肯
え
な
い
の
が
心
の
癖
で
す
。
こ
れ
を
取
る
た
め
の
坐
禅
で
す
。
内
容
は
次
も
同

じ
で
す
。

「
我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
。
」

「
我
れ
人
に
逢
う
な
り
。
」
皆
さ
ん
も
人
に
逢
う
で
し
ょ
う
。
さ
あ
、
人
に
逢
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
こ
こ
で
又

風
な
き
に
波
を
起
こ
し
て
、
真
実
に
迫
る
道
元
禅
師
独
特
の
文
法
で
す
。
我
が
人
に
逢
う
と
は
、
人
が
人
に
逢
う
事
で
あ

り
、
我
れ
が
我
れ
に
逢
う
事
だ
。
「
出
」
は
離
れ
る
と
見
る
も
同
じ
で
す
。
出
る
は
出
る
さ
れ
る
。
離
れ
る
は
離
れ
る
に

離
れ
る
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
言
う
こ
と
な
ん
で
す
。

前
出
し
の
二
論
は
分
か
る
が
、
我
れ
が
我
れ
に
逢
う
と
は
ど
う
い
う
事
か
で
す
。
こ
こ
は
境
界
辺
で
す
か
ら
論
理
的
で

あ
ろ
う
筈
は
な
く
、
体
得
底
に
し
て
初
め
て
分
か
る
世
界
で
す
。
つ
ま
り
自
己
が
無
い
様
子
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
自

己
が
無
け
れ
ば
「
隔
た
り
」
が
無
い
。
全
宇
宙
は
我
れ
で
す
。
天
地
と
同
根
万
物
と
一
体
で
す
。
こ
の
消
息
を
自
覚
し
た

ら
、
こ
の
内
容
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
す
。
自
他
不
二
も
、
入
我
我
入
も
「
隔
た
り
」
の
無
い
こ
と
で
す
。

眼
を
開
い
た
時
に
は
も
う
其
の
人
で
す
。
何
で
あ
れ
目
に
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。
目
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
、
既

に
そ
の
人
に
な
っ
て
い
る
証
拠
。
と
言
う
事
は
自
分
と
縁
と
は
常
に
一
体
と
言
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
自
分
が
人
に
逢
っ

た
と
思
っ
て
お
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
人
が
人
に
出
会
っ
て
お
る
時
で
、
人
に
出
会
っ
て
お
る
時
と
は
、

そ
の
ま
ま
自
分
が
現
れ
た
姿
で
す
。
皆
さ
ん
目
を
開
い
た
ら
そ
の
ま
ま
が
全
部
自
分
の
世
界
な
の
で
す
よ
。

だ
が
「
出
逢
出
な
り
」
を
理
会
す
る
と
混
乱
し
ま
す
よ
。
「
出
」
は
動
詞
と
も
名
詞
と
も
副
詞
に
も
形
容
詞
に
も
解
釈

で
き
る
か
ら
、
囚
わ
れ
る
と
限
り
な
く
知
性
は
混
乱
し
ま
す
。
だ
か
ら
禅
を
決
し
て
言
葉
で
分
か
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
で

す
。
い
よ
い
よ
迷
走
し
混
乱
す
る
だ
け
で
す
か
ら
。
「
出
」
し
て
「
出
」
と
な
る
の
で
、
そ
れ
を
「
逢
う
」
と
言
う
た
の

で
す
。
「
出
」
し
な
け
れ
ば
「
出
」
は
無
い
の
で
す
。「
出
」
も
「
不
出
」
も
時
節
で
あ
り
有
時
と
言
う
こ
と
で
す
。

洞
山
大
師
が
大
悟
し
た
時
の
「
過
水
の
偈
」
に
、
「
云
々
。
処
処
渠
に
逢
う
を
得
た
り
。
渠
今
正
に
是
れ
我
。
我
今
是

か
れ

れ
渠
に
不
ず
。
云
々
」
と
あ
る
も
同
じ
で
す
。
「
隔
た
り
」
が
取
れ
て
み
る
と
、
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
個
々
と
し
て
厳
然

と
そ
の
用
を
異
に
し
て
い
る
、
そ
の
真
相
が
は
っ
き
り
し
た
と
言
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
自
己
が
無
く
な
っ
た
ら
全
て

が
頷
け
た
の
で
す
。
本
よ
り
眼
横
鼻
直
だ
っ
た
と
合
点
し
た
の
で
す
。

「
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
。」

い

ん

も

も
し
そ
う
い
う
時
、
即
ち
時
節
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
様
な
事
は
あ
り
得
な
い
。
物
が
下
か
ら
上
へ
落
ち
る
事
も
あ
り

得
な
い
。
い
つ
も
時
だ
か
ら
、
川
は
上
か
ら
下
へ
流
れ
な
い
と
言
う
事
は
あ
り
得
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。

「
又
、
意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、
」

意
は
縁
に
応
じ
て
パ
ッ
と
現
れ
て
、
そ
し
て
ち
っ
と
も
残
っ
て
な
い
。
現
成
と
は
今
の
様
子
で
す
。
皆
さ
ん
が
知
ら
ず

し
て
自
在
に
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
、
ト
イ
レ
に
行
っ
た
り
手
を
洗
っ
た
り
水
道
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
、
縁
に
応
じ
て
自

由
自
在
に
や
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
此
の
事
が
意
の
現
成
で
す
。
公
案
と
は
公
布
の
案
読
で
、
私
情
理
屈
を
離
れ
た
「
道
」

「
法
」
の
こ
と
。
今
が
本
来
の
様
子
そ
の
ま
ま
だ
か
ら
、
こ
の
事
を
し
か
と
自
分
で
極
め
な
さ
い
と
言
う
事
で
す
。

「
句
は
向
上
関
棙
の
時
な
り
。
」

か
ん
れ
い

句
は
先
程
ち
ょ
っ
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
言
葉
で
あ
る
と
か
言
句
で
あ
る
と
か
、
広
げ
て
言
え
ば
心
の
働
き
で
あ
り
意

と
言
う
も
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
道
理
と
受
け
取
っ
た
ら
一
番
良
く
分
か
り
ま
す
。
関
棙
と
は
珍
し
い
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
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は
カ
ラ
ク
リ
と
か
機
関
の
こ
と
ら
し
い
で
す
。
歯
車
と
心
棒
と
が
絶
妙
に
噛
み
合
わ
さ
っ
て
作
用
を
し
、
大
き
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
生
ん
だ
り
す
る
装
置
の
意
で
す
。
こ
う
し
た
装
置
に
よ
っ
て
機
械
も
動
い
た
り
止
ま
っ
た
り
す
る
訳
で
す
。
私
達

の
心
身
も
カ
ラ
ク
リ
の
機
関
の
よ
う
に
自
由
自
在
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
い
つ
も
間
違
い
な
く
自
分
の
目
的
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
吐
い
た
ら
吸
う
よ
う
に
、
お
腹
が
空
い
た
ら
食
べ
る
よ
う
に
、
疲
れ
た
ら
眠
る
よ
う
に
、
食
べ
た
ら
出

す
よ
う
に
、
見
聞
覚
知
全
体
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
働
き
を
す
る
よ
う
に
成
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
便
利
良
く
確
か
に
出
来
て

い
る
。
こ
れ
を
関
棙
と
言
う
の
で
す
。
意
に
よ
っ
て
こ
の
道
理
を
知
り
、
縁
に
従
っ
て
自
由
自
在
に
「
今
」
を
操
り
、
目

的
に
向
か
っ
て
向
上
す
る
道
で
あ
り
時
で
あ
る
と
。

「
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離
此
の
時
な
り
。」

そ

く

し

り

し

到
と
は
到
る
。
今
こ
の
よ
う
に
現
成
し
て
お
る
事
で
す
。
既
に
そ
の
も
の
が
そ
の
も
の
を
し
て
お
る
の
だ
か
ら
疑
う
余

地
は
な
い
。
迷
え
る
筈
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
の
が
「
脱
体
の
時
な
り
」
で
す
。
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
時
だ
と
。「
不

到
」
は
到
ら
ず
で
す
。
文
字
か
ら
行
く
と
到
の
反
語
で
す
か
ら
、
理
と
し
て
は
対
極
語
で
す
。
と
こ
ろ
が
全
て
無
語
中
の

有
語
、
有
語
中
の
無
語
で
す
か
ら
、
概
念
と
し
て
の
対
極
的
意
味
は
全
く
な
い
の
で
す
。
到
と
言
う
も
不
到
と
言
う
も
「
道
」

「
法
」
の
こ
と
で
す
か
ら
一
つ
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
本
来
に
は
到
、
不
到
は
無
い
の
で
す
。
人
が
到
、

不
到
を
付
け
有
無
や
美
醜
や
価
値
を
付
け
る
だ
け
で
す
。
「
今
」
の
現
成
底
を
、
到
と
言
お
う
が
不
到
と
言
お
う
が
全
く

関
係
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
を
だ
か
ら
有
語
中
の
無
語
、
無
語
中
の
有
語
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

到
を
脱
体
と
言
っ
た
の
で
空
無
に
落
ち
る
危
険
が
あ
る
。
円
満
を
計
る
た
め
、
不
到
の
句
を
借
り
て
「
即
此
離
此
」
で

補
っ
た
の
で
す
。
即
ち
此
れ
そ
の
物
で
す
。
で
あ
り
な
が
ら
、
此
れ
を
離
れ
て
お
る
。
縁
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
実
体
は

な
い
。
意
か
ら
も
句
か
ら
も
、
到
も
不
到
も
離
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
に
説
明
を
加
え
て
置
き
ま
す
。
目
は
目
を
し
て
ま
す
。
自
由
自
在
に
公
平
に
、
囚
わ
れ
な
く
や
っ
て
お
り
、
而
も

目
に
は
何
も
残
っ
て
な
い
。
こ
の
公
平
さ
、
留
ま
っ
て
な
い
所
が
「
即
此
離
此
」
で
す
。
今
が
今
で
あ
り
な
が
ら
、
も
う

今
で
な
く
な
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
「
今
」
が
自
由
自
在
な
の
で
す
。

今
と
言
う
今
な
る
時
は
な
か
り
け
り
「
ま
」
の
時
来
れ
ば
「
い
」
の
時
は
去
る

と
あ
る
で
し
ょ
う
。
心
が
縺
れ
て
お
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
真
相
は
既
に
離
れ
て
い
る
。
終
わ
っ
て
い
る
。
ち
っ
と
も

残
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
、
決
し
て
縺
れ
た
り
は
し
な
い
の
で
す
。

で
は
迷
い
の
根
源
は
何
か
と
言
う
と
、
自
我
で
す
。
仮
想
世
界
を
想
像
す
る
知
力
を
持
っ
て
お
り
、
過
去
や
未
来
を
貪

瞋
痴
の
赴
く
ま
ま
に
描
き
、
自
我
が
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
か
ら
苦
し
み
迷
う
の
で
す
。
知
力
は
知
力
の
ま
ま
、
計
画
を
立
て

る
べ
き
時
は
綿
密
に
一
ミ
リ
の
差
も
な
い
よ
う
に
活
動
使
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
知
力
は
大
切
な
光
明
で
す
。
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
観
念
世
界
に
過
ぎ
ず
、
実
体
は
何
も
無
い
の
で
執
着
し
た
ら
知
性
が
混
乱
す
る
と
言
う
こ
と
を
本
当
に
知
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。
純
粋
知
性
と
し
て
作
用
す
る
た
め
に
は
、
純
思
考
系
の
み
を
機
能
さ
せ
て
、
感
情
を
加
え
な
い
こ

と
で
す
。
考
え
る
と
き
は
考
え
に
徹
し
て
余
物
を
挟
ま
ぬ
事
で
す
。
そ
の
た
め
の
坐
禅
で
あ
り
修
行
な
の
で
す
。

「
か
く
の
ご
と
く
辦
肯
す
べ
し
。
」

だ
か
ら
「
か
く
の
ご
と
く
辦
肯
す
べ
し
」
と
な
る
の
で
す
。
今
辦
道
す
る
、
一
所
懸
命
坐
禅
し
な
さ
い
と
言
う
こ
と
で

す
。
こ
の
辦
の
字
は
ね
、
弁
道
の
本
当
の
辦
の
字
で
す
よ
。
こ
の
中
に
刀
を
入
れ
る
と
、
左
右
に
切
り
分
け
る
意
味
に
な

り
ま
す
。
言
を
入
れ
る
と
、
言
葉
で
白
か
黒
か
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
を
言
い
分
け
る
意
味
と
な
り
、
ま
さ
に
弁
護

士
の
辯
の
字
で
す
。
力
が
入
る
と
勉
め
る
、
努
力
す
る
意
味
に
な
る
の
で
す
。
語
源
か
ら
言
え
ば
、
女
性
が
赤
ち
ゃ
ん
を

産
み
分
け
る
分
娩
の
時
、
懸
命
に
勉
め
る
意
で
す
。
中
の
字
が
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
ら
意
味
が
大
変
異
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
は
本
当
に
努
力
す
る
こ
と
で
す
。
肯
は
承
う
こ
と
。
努
力
を
し
て
自
ら
う
け
が
う
こ
と
。
即
ち
体
得
す
る
こ
と
を
辦

肯
す
る
と
い
う
の
で
す
。
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「
有
時
す
べ
し
。
」

本
当
の
今
を
体
得
せ
よ
と
。

「
向
来
の
尊

宿
と
も
に
恁
麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ
き
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
や
。」

そ
ん
し
ゆ
く

向
来
と
は
、
今
ま
で
の
多
く
の
人
達
と
言
う
意
で
す
。
尊
宿
と
は
お
坊
さ
ん
。
今
ま
で
の
色
々
な
高
徳
の
お
坊
さ
ん
達

が
、
こ
の
有
時
と
言
う
も
の
、
時
と
言
う
も
の
、
今
と
言
う
も
の
を
色
々
に
論
じ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
誰
も
が
、

更
に
も
っ
と
も
っ
と
深
い
意
味
合
い
が
、
外
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ぞ
と
、
自
己
を
運
ん
で
詮
索
し
た
に
違
い
な
い
。

「
い
ふ
べ
し
、」

今
少
し
自
分
の
言
い
分
が
あ
る
。
道
の
資
助
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
是
非
い
わ
せ
て
欲
し
い
と
。
道
元
禅
師
最
後
の
ま
と

め
を
示
唆
し
て
の
助
辞
で
す
。

「
意
句
半
到
也
有
時
、

「
意
句
」
は
心
も
言
葉
も
で
す
よ
。
「
半
到
」
は
出
来
合
い
、
間
に
合
わ
せ
と
言
う
程
の
意
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
だ
か
ら
、

満
足
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
ん
が
、
半
分
は
半
分
な
り
に
こ
れ
が
今
の
様
子
で
あ
る
。

「
意
句
半
不
到
也
有
時
。」

意
も
句
も
半
分
か
或
い
は
到
ら
な
い
と
し
て
も
、
共
に
そ
れ
自
体
が
又
今
の
真
実
の
様
子
で
あ
る
。

「
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
」

眼
を
開
け
た
り
見
た
り
す
る
。
そ
れ
が
そ
の
時
の
出
来
合
い
、
間
に
合
わ
せ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
そ
の
時

の
真
相
で
あ
る
。

「
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、
」

彼
が
眼
を
開
け
た
り
見
た
り
（
教
伊
揚
眉
瞬
目
）
し
た
こ
と
が
過
ち
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
も
そ
の
ま

ま
真
実
の
今
の
様
子
で
あ
る
。

「
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
。
」

不
教
伊
揚
眉
瞬
目
眼
が
、
全
く
間
違
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
有
時
で
あ
る
ぞ
と
。
畢
竟
心
底
は
、
今
の
様
子

は
全
て
真
実
の
丸
出
し
で
あ
り
、
有
時
の
働
き
そ
の
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
認
め
た
り
道
理
で
知
ろ
う
と
す
る
な
。
一
切
心

に
止
め
ず
、
今
、
只
、
須
く
縁
の
ま
ま
に
サ
ラ
サ
ラ
や
っ
て
行
け
よ
。
そ
れ
が
有
時
の
真
相
を
体
得
す
る
道
で
あ
る
。
今

の
様
子
の
ま
ま
で
良
い
。「
只
」
淡
々
と
縁
に
従
い
去
れ
よ
と
。
そ
れ
で
次
の
句
に
な
る
の
で
す
。

「
恁
麼
の
ご
と
く
参
来
参
去
、
参
到
参
不
到
す
る
、
有
時
の
時
な
り
。」

斯
く
の
如
く
参
じ
来
た
り
参
じ
去
る
の
も
、
参
じ
尽
く
す
こ
と
も
、
参
じ
切
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
も
皆
有
時
の
様
子
で
あ
る
。
時
の
様
子
で
あ
り
時
節
で
あ
る
。
有
時
は
尽
き
る
も
の
で
も
壊
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、

行
っ
た
り
来
た
り
、
離
れ
た
り
重
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
も
な
い
。
何
時
で
も
、
何
処
で
も
有
時
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
と

め
で
す
。
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正
法
眼
蔵
全
巻
は
天
才
道
元
禅
師
が
三
段
論
法
な
ど
を
存
分
に
駆
使
さ
れ
た
文
言
の
塊
で
す
。
言
葉
に
つ
い
て
廻
っ
た

ら
命
取
り
に
な
り
ま
す
。
た
だ
真
意
を
尽
く
そ
う
と
な
ら
ば
、
根
源
で
あ
る
即
今
底
に
参
じ
去
る
こ
と
で
す
。
打
坐
三
昧

が
有
時
そ
の
も
の
で
す
。
本
当
に
打
坐
し
て
そ
の
人
に
な
れ
と
言
う
こ
と
で
す
。
「
只
」
坐
禅
す
る
し
か
な
い
ぞ
と
。
誰

か
有
時
な
ら
ざ
る
。
参
。

無
門
慧
開
曰
く
、
西
来
直
指
。

西
来
直
指
。

事
因
嘱
起
。

事
は
嘱
す
る
に
よ
っ
て
お
こ
る
。

撓
聒
叢
林
。

叢
林
を
撓
聒
（
に
ょ
う
か
つ
・
騒
が
せ
る
）
す
る
は
、

元
来
是
汝
。

元
来
是
れ
汝
。

元
光
希
道

謹
曰

打
頭
百
拜

茶
礼
会

参
禅
者
Ａ
・
・

鎌
倉
か
ら
伺
い
ま
し
た
川
村
と
言
い
ま
す
。
老
師
が
未
だ
お
若
い
頃
、
大
智
老
尼
の
ご
指
導
を
受
け
て

最
後
の
修
行
を
さ
れ
た
時
に
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が
構
え
が
取
れ
な
い
と
言
う
こ
と
で
修
行
さ
れ
た
と
伺
っ
て
ま

す
。
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
さ
れ
た
の
か
、
お
聞
か
せ
願
え
る
な
ら
と
思
い
ま
す
。

老

師
・
・

構
え
と
言
う
の
は
狭
く
取
れ
ば
拘
り
で
す
が
、
娑
婆
心
に
落
ち
な
い
よ
う
に
、
菩
提
心
を
旺
盛
に
し
て
道

に
進
む
時
は
、
即
念
を
護
ら
ね
ば
成
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
構
え
て
落
ち
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

修
行
の
様
子
で
す
。
初
め
は
誰
も
が
二
人
連
れ
で
す
か
ら
、
構
え
な
い
と
ど
う
し
て
も
癖
の
自
己
、
囚
わ
れ
の
自
己
に
振

り
回
さ
れ
て
し
ま
い
、
道
を
見
失
う
の
で
す
。
未
だ
修
行
の
入
り
口
の
所
で
は
、
し
っ
か
り
と
構
え
て
「
今
」
「
只
」
努

力
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

こ
こ
が
間
違
い
や
す
い
と
こ
ろ
で
す
。
何
も
し
な
い
の
が
本
来
の
修
行
だ
と
か
、
二
人
連
れ
に
な
る
か
ら
構
え
て
は
い

け
な
い
、
な
ど
と
言
う
理
屈
を
持
つ
と
、
我
れ
の
な
い
所
、
今
、
淡
々
と
や
れ
る
着
眼
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
道
理
が
分
か
る
と
こ
の
よ
う
な
邪
路
に
陥
り
や
す
い
の
で
良
く
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

初
め
の
間
は
し
っ
か
り
構
え
て
、
娑
婆
に
落
ち
な
い
よ
う
に
、
今
を
守
る
こ
と
で
す
。
拡
散
が
収
ま
る
に
つ
れ
て
「
今
」

し
か
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
構
え
る
こ
と
が
非
で
あ
る
と
気
付
き
ま
す
か
ら
、
自
然
に
構
え
な
く

な
り
ま
す
。

要
す
る
に
即
念
が
逃
げ
る
間
は
、
徹
底
構
え
、
し
が
み
着
き
、
即
念
に
囚
わ
れ
切
っ
て
や
ら
ね
ば
弾
け
て
行
き
ま
せ
ん

よ
。
構
え
を
取
れ
、
と
言
う
こ
と
は
、
徹
底
構
え
尽
く
し
て
、
構
え
が
無
く
な
る
迄
や
れ
と
言
う
こ
と
で
す
。
色
々
な
法

を
沢
山
聞
き
す
ぎ
る
と
、
頭
が
先
行
し
て
実
地
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
「
今
」
、
実
を
大
切
に
す
る
修
行
者
に
な
っ
て
下

さ
い
。

そ
う
い
う
こ
と
に
速
く
気
が
付
く
と
良
い
の
で
す
が
、
道
理
が
分
か
っ
て
く
る
と
な
か
な
か
破
れ
ん
の
で
す
よ
。
師
匠

の
側
に
居
る
と
、
実
地
を
踏
ま
せ
ま
す
か
ら
知
ら
ん
間
に
向
上
し
て
「
今
」
と
な
り
、
構
え
て
い
た
自
分
が
落
ち
て
い
く

の
で
す
。
そ
れ
が
師
匠
の
側
に
居
る
幸
せ
と
い
う
も
の
で
す
よ
。

未
だ
未
だ
離
れ
る
時
間
が
多
い
の
で
し
た
ら
、
構
え
て
し
が
み
着
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
っ
か
り
や
っ
て
下
さ
い
。

自
ず
か
ら
構
え
が
要
ら
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
。
こ
れ
は
自
然
現
象
で
、
実
地
の
努
力
に
よ
る
の
で
す
。
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参
禅
者
Ａ
・
・

そ
れ
で
も
う
一
つ
お
伺
い
し
ま
す
。
そ
れ
は
所
謂
悟
前
の
修
行
と
悟
後
の
修
行
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

老

師
・
・

未
悟
で
す
か
ら
。
悟
り
と
は
遠
し
て
遠
し
で
す
。
悟
後
の
修
行
と
い
う
レ
ベ
ル
の
物
で
は
な
い
の
で
す
。

修
行
の
な
い
修
行
に
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
と
言
う
と
こ
ろ
で
す
。
今
に
気
が
付
い
て
も
、
徹
し
切
っ
て
な
け
れ
ば
何
時

で
も
今
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
癖
の
自
我
が
生
々
し
く
直
ぐ
側
に
お
る
。
つ
ま
り
二
人
連
れ
で
す
か
ら
。

そ
れ
で
悟
る
道
と
し
て
、
徹
し
切
る
ま
で
は
悟
り
と
か
何
と
か
は
忘
れ
て
や
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
す
。
と
言
う

こ
と
は
、
本
当
に
徹
す
る
に
は
、
何
か
が
有
っ
た
ら
駄
目
な
の
で
す
。
迷
い
の
自
己
、
囚
わ
れ
る
自
己
を
超
え
る
に
は
、

徹
し
切
っ
て
我
を
忘
れ
き
る
よ
り
方
法
は
無
い
の
で
す
。
道
元
禅
師
も
［
心
意
識
の
運
転
を
や
め
、
念
想
観
の
測
量
を
や

め
］
と
言
い
、
「
作
仏
を
図
る
こ
と
莫
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
悟
る
と
か
見
性
す
る
と
か
仏
に
な
ろ
う
な
ど

と
鵜
の
毛
ほ
ど
も
思
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
。
間
違
わ
ぬ
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

十
牛
図
で
言
い
ま
す
と
、
七
ま
で
来
ま
す
と
、
前
後
の
無
い
「
今
」
が
は
っ
き
り
し
て
努
力
さ
え
し
て
お
れ
ば
日
常
「
只
」

が
継
続
出
来
ま
す
。
だ
が
そ
れ
は
努
力
す
る
自
分
が
未
だ
あ
る
と
い
う
世
界
で
す
。
い
や
、
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。
八
に
至
っ
て
初
め
て
空
の
真
相
が
体
得
で
き
る
の
で
す
。
つ
ま
り
「
隔
た
り
」
が
取
れ
て
迷
い
の
自
己
が
落
ち
た
と

言
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
真
実
世
界
が
現
前
す
る
。
そ
の
消
息
が
一
大
事
因
縁
で
あ
り
、
衝
撃
的
展
開
が
起
こ
る
の

で
す
。
そ
の
自
覚
症
状
を
悟
り
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
八
に
至
っ
て
初
め
て
悟
り
と
い
う
言
葉
が
許
さ
れ
る
。
そ
れ

ま
で
は
悟
り
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
こ
と
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

見
性
と
は
又
別
で
し
ょ
う
か
？

老

師
・
・

臨
済
で
言
う
見
性
と
は
、
十
牛
図
で
い
き
ま
す
と
、
牛
を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
で
見
性
と
言
い
ま
す
。
本

当
は
そ
れ
か
ら
牛
を
捕
ま
え
て
、
自
己
と
牛
と
が
境
目
が
無
く
な
る
ま
で
徹
す
る
。
つ
ま
り
成
り
切
っ
て
自
己
を
忘
じ
切

る
ま
で
錬
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
「
道
」
「
法
」
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。
本
当
の
禅
定
に
も
至
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
見

性
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
修
行
者
は
そ
こ
か
ら
の
努
力
す
る
方
法
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
は
道
成
ら
ず
で

す
。そ

れ
で
も
何
も
か
も
分
か
ら
な
か
っ
た
時
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
も
見
性
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
何
も
出
な
い

一
瞬
は
誰
に
も
在
り
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
を
見
性
と
し
て
し
ま
う
と
、
真
実
の
法
は
遠
し
て
遠
し
で
す
。
そ
れ
を
見
性
と

は
言
わ
な
い
の
で
す
。
祖
録
で
は
「
省
有
り
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
少
林
窟
道
場
に
来
ら
れ
た
人
は
み
ん
な
辿

り
着
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
程
度
の
と
こ
ろ
で
す
。
と
な
る
と
み
ん
な
見
性
者
で
す
が
、
誰
も
自
分
は
見
性
し
た
な
ど
と

思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
確
か
な
覚
証
が
無
く
、
満
足
感
も
何
も
無
い
か
ら
で
す
。

今
日
の
禅
門
に
於
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
本
当
の
安
心
を
得
る
た
め
に
訣
著
を
付
け
る
坐
禅
を
す
る
人
が
極
め
て
少
な

く
な
り
ま
し
た
。
見
性
と
か
悟
り
を
追
究
す
る
人
は
殆
ど
い
な
い
の
で
す
。
居
て
も
そ
の
程
度
を
見
性
だ
と
か
悟
り
と
言

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
残
念
で
す
ね
。
こ
れ
で
は
法
が
伝
わ
ら
な
い
で
す
ね
。
貴
方
の
よ
う
に
見
性
を
云
々
す
る
人
は
居

な
い
で
す
。
法
す
ら
論
じ
る
人
が
居
な
く
な
り
ま
し
た
。
言
え
ば
変
人
扱
い
さ
れ
て
終
わ
り
で
す
。
い
よ
い
よ
正
法
断
絶

の
時
が
来
た
な
と
思
い
ま
す
ね
。

理
解
す
る
と
言
う
こ
と
は
そ
の
事
に
興
味
が
深
ま
る
こ
と
で
す
か
ら
、
仏
法
を
論
ず
る
と
き
に
は
大
い
に
論
じ
て
、
そ

の
大
切
な
宗
旨
を
深
め
て
く
だ
さ
い
。
仏
法
を
論
ず
る
こ
と
は
大
い
に
功
徳
有
り
で
す
。
釈
尊
や
祖
師
方
が
何
に
苦
心
さ

れ
て
、
何
を
得
た
か
が
次
第
に
見
え
て
き
ま
す
か
ら
。

「
あ
っ
、
そ
う
か
。
そ
の
境
界
が
悟
り
な
の
か
。
そ
う
努
力
し
な
い
と
悟
れ
な
い
の
か
。
「
今
」
一
瞬
を
大
切
に
し
な
け

れ
ば
、
本
当
に
自
分
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
な
。
前
後
の
無
い
瞬
間
へ
成
り
切
る
の
か
。
此
処
を
参
究
す
れ
ば
良
い
の
か
。

徹
す
れ
ば
そ
の
時
節
は
自
ず
か
ら
や
っ
て
来
る
ん
だ
な
。」

と
言
う
ふ
う
に
道
を
論
じ
方
法
を
極
め
て
下
さ
い
。
そ
の
ま
ま
真
摯
に
日
常
底
を
行
っ
た
ら
い
い
の
で
す
か
ら
。
た
だ

唱
え
た
り
読
ん
で
理
解
し
た
り
し
て
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
日
常
の
茶
飯
事
を
着
眼
と
し
て
や
っ
た
ら
自
然
に
道
が
明
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ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
占
め
た
物
で
す
。

「
あ
っ
、
こ
こ
だ
。
釈
尊
も
こ
こ
が
分
か
っ
た
と
き
は
嬉
し
か
っ
た
だ
ろ
う
な
。
今
の
自
分
の
よ
う
に
楽
に
な
っ
た
だ
ろ

う
な
。
」

と
言
う
法
悦
が
有
り
、
自
分
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
「
今
」
は
い
つ
も
「
今
」
で
あ
り
同
じ
で
す
か
ら
ね
。
み
ん
な
同

じ
努
力
を
し
て
、
同
じ
経
過
を
辿
っ
て
い
く
の
で
す
。「
今
」
に
二
つ
有
る
訳
じ
ゃ
な
い
が
、
「
今
」
が
分
か
ら
な
い
以
上

は
迷
い
で
す
か
ら
ね
。
迷
っ
て
、
囚
わ
れ
て
、
拘
っ
て
お
る
自
分
が
ほ
ど
け
て
い
く
度
に
、
真
実
の
世
界
が
見
え
て
き
ま

す
。
そ
の
度
に
楽
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
法
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
。

世
話
人

・
・

外
に
何
か
ご
質
問
の
あ
る
方
は
、
遠
慮
な
く
ど
う
ぞ
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

今
日
は
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
の
提
唱
で
、
「
今
」
は
前
後
裁
断
し
て
い
る
と
言
わ

れ
ま
し
た
が
、
現
成
公
案
の
中
に
、
「
薪
が
燃
え
て
灰
に
な
る
に
非
ず
。
云
々
」
に
於
い
て
、
薪
と
灰
と
は
別
だ
と
言
う

こ
と
で
す
が
、
火
が
付
い
て
、
そ
れ
が
燃
え
て
、
と
言
う
因
果
関
係
が
有
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
「
今
」
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
と
、
前
後
際
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
が
、
ど
う
も
良
く
分
か
ら
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
矛
盾
し
て
な
い
か
な
と

思
う
の
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
・
・
・

老

師
・
・

因
果
を
語
る
こ
と
は
仏
法
を
語
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
因
果
を
論
ず
る
意
味
が
あ
る
の
で

す
。
「
道
」
「
法
」
は
ど
ん
な
現
象
も
日
常
の
様
子
も
決
し
て
別
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
特
別
視
す
る
囚
わ
れ
の

自
己
が
問
題
な
の
で
す
。
即
ち
触
発
的
に
作
動
さ
せ
れ
ら
て
し
ま
う
心
の
癖
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
お
腹
が
空
い
た
な
と
言
う
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る
の
は
、
因
果
か
因
果
で
な
い
の
か
と
。
因
果
と
矛
盾
し
て

い
る
か
否
か
。
風
無
き
に
浪
を
起
こ
し
て
仏
法
を
論
じ
て
み
る
こ
と
で
す
。

お
腹
が
空
い
た
と
い
う
自
覚
は
、
理
由
無
く
し
て
は
有
り
得
な
い
。
縁
が
熟
し
た
ら
、
つ
ま
り
時
節
が
来
た
ら
自
ず
か

ら
お
腹
が
空
き
ま
す
。
こ
の
現
象
自
体
は
誰
の
せ
い
で
も
な
く
、
自
己
も
囚
わ
れ
る
何
も
無
い
無
為
自
然
の
働
き
で
す
。

そ
し
て
「
お
腹
が
空
い
た
」
と
い
う
自
覚
症
状
が
有
り
ま
す
。
こ
れ
も
全
て
因
果
の
様
子
で
す
。
煩
悩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
腹
が
空
い
て
来
る
ま
で
の
時
間
が
あ
り
、
そ
の
間
に
生
理
的
原
因
が
あ
っ
て
空
腹
感
を
も
た
ら
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
か

ら
初
め
て
「
お
腹
が
空
い
た
」
と
い
う
知
覚
が
起
こ
る
の
で
す
。
知
性
に
よ
る
認
識
と
い
う
か
自
覚
作
用
が
起
こ
る
。

薪
の
時
、
つ
ま
り
薪
自
体
の
時
は
明
ら
か
に
他
の
縁
が
無
い
の
で
何
事
も
な
い
。
着
火
し
た
ら
他
と
の
因
果
関
係
が
発

生
し
て
、
そ
の
時
の
関
係
し
た
「
今
」
が
結
果
と
し
て
生
じ
て
き
ま
す
。
熱
を
発
し
光
り
輝
き
、
煙
も
出
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
た
だ
自
然
の
因
果
の
道
理
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
燃
え
尽
き
て
、
そ
れ
ら
の
一
切
は
消
滅
し
ま
す
。
縁
が
無
く

な
っ
た
か
ら
で
す
。
自
然
は
縁
が
有
る
と
も
、
無
く
な
っ
た
と
も
言
い
ま
せ
ん
よ
。
有
無
は
人
間
が
付
け
て
い
る
だ
け
で

す
。
そ
れ
が
自
然
で
あ
り
「
生
も
無
く
滅
も
無
い
。
増
減
も
無
い
」
。
こ
れ
が
普
遍
の
真
理
で
す
。
こ
れ
を
仏
法
と
い
い

仏
性
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
が
そ
の
時
の
状
態
で
あ
り
様
子
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
自
体
が
真
相
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
即

ち
、
薪
そ
の
物
、
燃
焼
そ
の
物
、
灰
そ
の
物
の
い
ち
い
ち
が
全
て
真
実
の
姿
で
す
。
有
時
で
す
。

鉄
に
塩
が
附
着
す
れ
ば
忽
ち
錆
び
て
し
ま
う
が
、
逆
に
酸
化
作
用
を
も
た
ら
す
動
機
が
無
け
れ
ば
錆
び
な
い
。
縁
が
有

れ
ば
ど
の
よ
う
に
も
成
っ
て
い
く
し
、
縁
が
無
く
な
れ
ば
無
い
よ
う
に
成
っ
て
い
く
。
何
れ
も
、
何
処
を
捕
ら
え
て
も
、

縁
の
侭
の
真
実
を
現
成
し
て
い
ま
す
か
ら
、
囚
わ
れ
も
汚
れ
も
な
く
自
由
自
在
で
す
。
仏
で
な
い
者
は
な
い
の
で
す
。
常

に
仮
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
「
今
」
そ
れ
が
真
実
の
様
子
で
あ
っ
て
外
に
は
何
も
な
い
の
で
す
。
永
嘉
大
師
の
證
道
歌
に

「
幻
化
の
空
身
即
法
身
」
と
ち
ゃ
ん
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
因
縁
所
生
の
法
と
も
無
自
性
空
と
も
言
わ
れ
る
の
は
、
真
実
が

そ
う
だ
か
ら
で
す
。
縁
次
第
で
ど
の
よ
う
に
も
成
る
の
は
、
そ
の
物
に
固
定
し
た
実
体
が
無
い
か
ら
で
す
。
で
「
空
」
と

言
う
の
で
す
。

柿
の
種
を
ど
ん
な
に
解
析
し
分
析
し
て
も
、
柿
の
様
子
な
ど
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
幹
も
花
も
実
も
何
も
無
い
の
で
す
。

こ
れ
に
大
地
と
い
う
縁
を
与
え
る
と
、
忽
ち
因
果
関
係
が
出
来
た
わ
け
で
す
か
ら
即
発
動
し
、
時
間
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る

大
地
と
の
関
係
か
ら
柿
に
成
っ
て
い
く
の
で
す
。
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そ
の
物
自
体
の
単
体
で
は
、
そ
れ
自
体
で
し
か
無
い
の
で
す
。
縁
が
無
い
限
り
因
果
関
係
は
無
く
、
何
事
も
起
こ
ら
な

い
の
で
す
。
全
て
が
そ
う
な
の
で
す
。
私
達
自
身
が
そ
の
通
り
の
存
在
で
す
。
ゲ
ン
コ
ツ
を
振
り
上
げ
た
だ
け
で
は
何
も

起
こ
ら
な
い
。
だ
か
ら
善
悪
を
論
ず
る
動
機
も
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
人
が
居
て
、
振
り
上
げ
た
と
し
ま
す
ね
。
人
に
向

け
た
ら
恐
怖
感
を
与
え
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
合
意
の
本
に
肩
を
叩
け
ば
善
と
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
合
意
と
い

う
縁
な
し
に
叩
け
ば
、
そ
れ
な
り
の
結
果
が
生
ず
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
道
元
禅
師
は
「
善
悪
は
時
な
り
」
と
言
わ
れ
た

の
も
、
そ
の
も
の
自
体
は
善
悪
を
超
越
し
た
存
在
だ
か
ら
で
す
。
喧
嘩
も
戦
争
も
全
て
因
果
関
係
で
あ
り
縁
次
第
と
言
う

こ
と
で
あ
り
、
愚
か
な
な
れ
の
果
て
の
姿
で
す
。

皆
さ
ん
現
実
に
今
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
こ
れ
は
原
因
な
の
か
結
果
な
の
か
。
過
去
か
ら
見
れ
ば
全
て
結
果
と
し

て
現
れ
た
様
子
で
す
が
、
未
来
か
ら
見
た
な
ら
こ
の
様
子
は
原
因
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
先
の
互
い
の

関
係
性
に
つ
い
て
は
全
く
未
知
で
す
。
が
、
全
て
因
果
同
時
で
す
。
何
が
発
展
的
に
な
り
結
果
が
出
る
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
厳
然
と
「
今
」
が
現
成
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
結
果
は
絶
対
に
現
れ
る
の
が
宇
宙
の
掟
で
あ
り
因
果
の
法

な
の
で
す
。

先
程
の
有
時
の
通
り
、
「
今
」
と
言
え
ば
前
後
際
断
底
の
「
今
」
で
す
。
し
か
し
「
時
」
は
「
今
」
も
時
で
す
が
、
過

去
も
、
現
在
も
、
未
来
も
時
と
し
て
く
く
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。「
今
」
は
「
今
」
し
か
な
い
の
で
す
。

だ
か
ら
薪
の
時
は
薪
の
「
今
」
し
か
な
い
の
で
す
。
燃
え
て
い
る
時
は
燃
え
て
い
る
「
今
」
し
か
な
い
。
灰
の
時
は
灰

の
「
今
」
し
か
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
薪
が
薪
に
止
ま
ら
な
い
と
言
う
こ
と
、
縁
次
第
で
自
由
に
い
か
な
る
姿
に
も
転
じ

て
い
く
と
言
う
こ
と
で
す
。
固
ま
っ
た
実
体
が
な
い
が
所
以
に
で
す
。
こ
れ
を
空
と
い
う
の
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

因
果
関
係
は
線
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
線
は
点
の
集
合
だ
と
言
い
ま
す
が
、
点
は
前
後
が
無
い
と
言
い

ま
す
か
、
連
続
し
て
い
な
が
ら
連
続
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
？

老

師
・
・

そ
う
で
す
。
そ
う
理
解
し
て
頭
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

も
う
少
し
詳
し
く
言
う
な
ら
、
点
が
有
っ
た
ら
場
が
有
る
の
で
す
。
何
か
が
有
っ
た
ら
無
限
に
細
分
化
出
来
る
し
、
限

り
な
く
拡
大
も
あ
り
得
る
の
で
す
。
「
今
」
は
全
く
前
後
が
無
い
か
ら
、
縁
次
第
で
自
由
に
転
ず
る
の
で
す
。
眼
に
於
い

て
も
そ
う
で
、
見
る
「
今
」
、
点
も
何
も
無
い
か
ら
、
一
切
手
続
き
無
し
に
自
在
に
見
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
す
。

点
が
有
っ
た
ら
、
先
ず
そ
の
点
を
は
ず
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
次
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
前
後
の

無
い
「
今
」
が
全
て
な
の
で
す
。
面
白
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
仏
法
を
論
じ
だ
す
と
、
こ
の
よ
う
に
精
細
精
緻
を
尽
く
し
き
っ
た
世
界
な
の
で
、
果
て
し
な
く
道
理
が
広
が
り

ま
す
。
で
も
釈
尊
が
二
千
六
百
年
前
に
、
き
ち
っ
と
宇
宙
の
根
源
、
真
理
を
解
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
点
を
論
じ

た
ら
「
今
」
を
論
ず
る
こ
と
に
な
り
、
「
今
」
を
論
じ
た
ら
三
界
を
論
ず
る
こ
と
と
な
り
、
三
界
を
論
じ
た
ら
天
地
宇
宙

を
論
ず
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
一
点
が
宇
宙
だ
と
言
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
智
恵
で
論
じ
た
も
の
は

す
べ
か
ら
く
智
恵
の
分
際
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
決
し
て
訣
著
す
る
こ
と
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
参
同
契
に
「
理
に
契
う
も

又
悟
り
に
非
ず
」
と
あ
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
私
達
は
こ
れ
を
行
ず
る
日
常
底
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
行
ず
る
こ
と
が
仏
法
を
具
現
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
す
。
つ
ま
り
、
学
の
世
界
で
は
な
い
か
ら
知
性
や
知
識
な
ど
と
は
一
切
関
わ
ら
な
い
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
一
切

の
拘
り
も
囚
わ
れ
も
な
い
、
自
由
な
「
今
」
と
現
成
し
て
い
る
究
極
に
行
き
着
く
の
で
す
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
り
厳
然
と

し
て
既
に
在
る
「
道
」
「
法
」
で
す
。
こ
れ
が
「
今
」
の
様
子
で
す
。

要
す
る
に
過
去
心
不
可
得
、
現
在
心
不
可
得
、
未
来
心
不
可
得
と
あ
る
通
り
、
即
ち
捕
ま
え
よ
う
が
無
い
「
今
」
を
、

「
只
」
行
ず
る
だ
け
で
す
。
探
し
た
り
求
め
た
り
、
理
解
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
必
要
が
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
も
と

も
と
「
今
」
だ
か
ら
で
す
。
本
当
に
素
直
に
な
り
、
縁
の
侭
に
「
只
」
在
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
の
事
を
本
当
に
体
得
す

る
た
め
の
坐
禅
で
あ
り
修
行
な
の
で
す
。

こ
の
逃
げ
よ
う
の
な
い
「
今
」
、
絶
対
な
「
今
」
に
み
ん
な
居
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
疑
う
な
。
意
を
労
し
て
他
に
向
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か
っ
て
探
す
な
。
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
に
信
じ
尽
く
し
て
心
を
持
ち
出
す
な
と
言
う
こ
と
で
す
。
「
今
」
「
只
」
有

り
の
侭
。
縁
の
侭
に
と
い
う
こ
と
で
す
。

世
話
人
・
・

質
問
さ
れ
る
方
。
ご
自
由
に
ど
う
ぞ
。

老

師
・
・

義
光
老
師
の
門
下
で
可
成
り
の
お
年
を
召
し
た
お
百
姓
さ
ん
が
、
一
隻
眼
具
し
た
こ
と
に
よ
る
人
格
一
変

の
お
話
を
し
ま
し
ょ
う
か
。

義
光
老
師
は
境
界
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
広
島
大
学
の
講
師
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
学
識
の
高
い
人
で
し
た
。
概
ね
学

人
は
学
者
的
な
教
養
人
ば
か
り
で
し
た
ね
。
で
す
か
ら
そ
の
老
人
は
何
時
も
部
屋
の
隅
で
ち
っ
ち
ゃ
く
な
っ
て
い
た
も
の

で
す
。
で
す
が
修
行
は
真
剣
で
あ
り
、
仕
事
は
自
然
が
相
手
の
お
百
姓
さ
ん
で
す
か
ら
至
っ
て
単
調
な
運
び
で
、
日
常
も

成
り
き
り
成
り
切
り
を
心
し
て
や
っ
て
い
た
の
で
す
。
と
う
と
う
底
が
抜
け
る
時
節
が
来
た
わ
け
で
す
よ
。

私
は
と
言
え
ば
生
意
気
盛
り
の
大
学
生
で
し
た
。
た
ま
た
ま
豊
橋
か
ら
帰
っ
た
時
が
接
心
だ
っ
た
の
で
即
参
加
し
ま
し

た
。
最
後
の
昼
食
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
労
い
の
会
食
で
し
た
。
十
四
五
人
は
居
ら
れ
た
か
な
。
一
人
ず
つ
自
己
紹
介
と

感
想
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
老
人
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
す
っ
く
と
立
ち
上
が
り
、
腰
に
両
手
を
当
て
た
そ
の
姿
は

威
風
堂
々
た
る
も
の
で
、
既
に
敵
無
し
と
い
っ
た
豪
胆
さ
に
見
え
ま
し
た
ね
。

「
今
か
ら
、
少
林
窟
道
場
の
産
声
を
聞
か
せ
て
や
る
。
み
ん
な
良
く
聞
け
。
」
と
厳
か
に
言
っ
た
か
と
思
っ
た
ら
、
大
音

声
で
、

「
ム
ー
！

分
か
っ
た
か
！
」

渾
身
の
一
声
は
全
員
の
煩
悩
を
一
呑
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
大
見
識
は
疑
い
よ
う
も
変
化
し
よ
う
も
な
い
真
理
に

目
覚
め
た
自
覚
に
拠
る
も
の
で
す
。
明
々
白
々
の
本
当
の
「
今
」
に
目
覚
め
た
人
の
大
力
量
底
は
、
凡
眼
で
は
計
り
知
る

こ
と
が
出
来
な
い
世
界
で
す
。
生
死
透
脱
と
も
解
脱
と
も
言
わ
れ
て
い
る
世
界
が
如
何
に
絶
大
で
あ
る
か
と
言
う
こ
と
で

す
。
私
は
そ
の
自
信
力
の
大
き
さ
と
、
他
を
見
て
い
な
い
、
目
に
立
つ
物
が
一
切
無
い
威
厳
に
圧
倒
さ
れ
、
本
当
に
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。

見
性
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
玄
関
の
真
ん
中
に
堂
々
と
坐
り
、
静
か
に
ウ
チ
ワ
で
涼
を
取
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

後
ろ
で
先
生
方
が
色
々
論
じ
て
い
た
ら
、

「
カ
バ
チ
（
く
だ
ら
ぬ
こ
と
）
を
垂
れ
ず
、
真
剣
に
坐
禅
せ
ん
か
！
」
と
檄
を
と
ば
し
て
い
た
と
か
。
フ
ン
ド
シ
一
つ
で

田
ん
ぼ
の
草
取
り
を
し
て
い
た
姿
が
今
も
私
に
は
印
象
的
で
す
。
そ
れ
は
老
尼
と
畑
に
向
か
っ
て
下
り
て
い
く
道
中
の
こ

と
で
し
た
。

「
老
尼
！

裸
は
い
い
で
す
の
！
」
と
快
活
な
老
人
。

「
ま
だ
フ
ン
ド
シ
が
残
っ
と
る
！
」
と
老
尼
。

「
は
っ
は
っ
は
っ
。
」
と
大
笑
す
る
二
人
の
英
霊
漢
。

こ
の
解
脱
の
消
息
は
瞬
間
の
も
の
で
す
。
こ
れ
を
体
得
す
る
の
で
す
。
六
祖
が
「
迷
い
来
た
ら
ば
累
劫
を
経
る
も
、
悟

る
時
は
刹
那
也
」
と
言
わ
れ
た
の
は
こ
の
事
で
す
。
真
っ
暗
い
部
屋
に
電
灯
が
灯
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
瞬
間
、

一
切
が
は
っ
き
り
す
る
か
ら
手
探
り
す
る
愚
は
し
な
い
し
、
柱
に
デ
コ
を
ぶ
っ
つ
け
る
こ
と
も
無
く
な
る
で
し
ょ
う
。
無

明
と
光
明
の
違
い
で
す
。
こ
の
明
ら
か
な
消
息
を
見
性
と
言
い
悟
り
と
い
う
の
で
す
。

悟
後
の
修
行
は
こ
こ
か
ら
の
修
行
を
言
う
の
で
す
。
悟
る
べ
き
も
の
は
も
は
や
何
も
有
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
何
も
無

い
と
い
う
者
、
悟
っ
た
と
い
う
者
を
落
と
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
が
聖
胎
長
養
で
す
。
本
当
の
「
只
」
を
ど
こ
ま
で
も

錬
っ
て
い
く
の
で
す
。

先
ず
目
指
す
べ
き
は
、
真
箇
「
今
」
に
成
り
き
り
、
身
心
一
如
そ
の
も
の
を
体
得
す
る
こ
と
。
要
す
る
に
我
れ
を
忘
れ

切
る
ま
で
そ
の
物
に
徹
す
る
こ
と
で
す
。
見
聞
覚
知
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
が
全
自
己
と
し
て
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。
一
心
に

成
り
き
り
切
る
。
本
当
に
一
心
に
徹
す
る
と
一
心
も
無
く
な
る
。
こ
れ
が
脱
落
で
あ
り
解
脱
で
す
。
こ
れ
を
一
隻
眼
を
具

し
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
迷
い
の
人
だ
と
い
う
事
を
忘
れ
ず
に
、
兎
に
角
徹
底
す
る
ま
で
一
心
不
乱
に
、
真
実
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に
只
管
を
錬
る
こ
と
で
す
。
一
呼
吸
に
成
り
切
る
の
で
す
。
行
き
着
け
ば
自
ず
か
ら
は
っ
き
り
す
る
の
で
、
道
理
や
理
屈

を
追
究
し
な
い
こ
と
で
す
。

こ
の
道
は
自
得
底
で
す
か
ら
、
「
隔
た
り
」
が
取
れ
て
身
心
一
如
に
な
れ
ば
人
智
が
介
在
し
な
い
「
道
」
「
法
」
が
明
ら

か
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
を
師
匠
に
点
検
証
明
を
し
て
貰
え
ば
、
平
成
の
祖
師
と
な
る
の
で
す
。
許
さ
れ
な
け
れ
ば
本
当

の
「
道
」
「
法
」
で
は
な
い
。
本
当
に
徹
し
て
い
な
い
か
ら
真
相
に
目
覚
め
た
自
覚
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
更
に

参
ぜ
よ
三
十
年
と
ば
か
り
、
即
今
底
で
努
力
す
る
の
で
す
。

永
嘉
大
師
は
お
経
を
読
む
ば
か
り
に
な
っ
て
、
一
期
に
徹
し
切
っ
た
で
し
ょ
う
。
「
今
」
を
離
さ
ず
、
徹
し
切
っ
た
ら

「
只
」
に
至
る
の
で
す
。
そ
れ
が
本
当
で
あ
っ
た
ら
結
論
で
す
。
「
俺
は
や
っ
た
ぞ
！
」
と
自
得
底
を
豪
語
し
、
金
剛
経

そ
の
ま
ま
の
人
に
成
っ
た
。
一
人
欣
喜
雀
躍
し
て
い
た
ら
、
法
友
の
玄
策
が
、
「
自
分
悟
り
は
誰
が
認
め
る
も
の
か
。
正

師
の
印
證
が
無
け
れ
ば
天
然
外
道
だ
。」
と
言
わ
れ
て
六
祖
に
会
い
に
行
っ
た
で
し
ょ
う
。

六
祖
は
そ
の
境
界
の
素
晴
ら
し
さ
を
絶
賛
さ
れ
て
、「
善
哉
。
善
哉
。
」
と
証
明
し
ま
し
た
ね
。
こ
の
点
検
証
明
が
有
る

か
無
い
か
で
、
真
実
の
法
で
あ
る
か
否
か
。
大
切
な
分
か
れ
道
で
す
。
こ
れ
が
禅
の
命
脈
で
あ
り
、
又
禅
の
本
領
で
す
。

永
嘉
大
師
は
い
き
な
り
差
別
智
に
生
ま
れ
出
た
稀
有
の
祖
師
で
す
。
中
に
は
こ
の
よ
う
に
い
き
な
り
ぶ
ち
抜
く
人
も
居
る

と
。
只
そ
う
し
た
人
は
希
で
し
か
在
り
ま
せ
ん
。

六
祖
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
日
常
が
既
に
単
の
ま
ま
で
あ
っ
た
人
で
す
。
気
付
か
ず
し
て
身
心
一
如
の
生
活

だ
っ
た
の
で
す
。
自
己
無
く
縁
の
侭
に
「
只
」
し
て
い
た
人
で
す
。
だ
か
ら
娑
婆
往
来
五
百
生
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

商
い
が
終
わ
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
時
の
、
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
の
句
が
縁
と
な
り
、
根
底
か
ら
ス
カ
ッ
と
訣
著
が
付

い
た
人
で
す
。
こ
の
人
も
、
で
す
か
ら
一
度
で
徹
し
切
っ
た
祖
師
な
の
で
す
。
更
に
八
ヶ
月
間
、
只
管
の
ぶ
っ
通
し
を
さ

れ
ま
す
ね
。
将
に
悟
後
の
修
行
で
あ
り
聖
胎
長
養
で
す
。
正
師
の
も
と
を
離
れ
て
更
に
十
五
年
間
、
世
間
に
伍
し
て
錬
ら

れ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
境
界
が
如
何
に
高
か
っ
た
か
は
、
や
は
り
修
行
力
に
由
る
も
の
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

も
う
一
つ
質
問
が
在
り
ま
す
。
山
上
尚
山
有
り
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
心
得
と
し
て
は
如
何
様
に
理

解
す
る
の
が
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
。

老

師

・
・

や
は
り
努
力
を
ど
こ
ま
で
も
怠
る
な
と
言
う
こ
と
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

老
師
で
も
や
は
り
坐
禅
を
続
け
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
で
し
ょ
う
か
？

老

師

・
・

駄
目
と
か
何
と
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
道
じ
ゃ
か
ら
。
日
常
か
ら
は
誰
も
離
れ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

義
光
老
師
・
大
智
老
尼
・
義
衍
老
師
等
各
祖
師
の
謦
咳
に
長
く
触
れ
て
き
ま
し
た
。
義
光
老
師
に
お
か
れ
て
は
、
日
常
何

で
も
な
い
字
を
書
く
に
も
、
一
点
一
画
を
心
し
て
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
老
尼
も
同
様
に
、
一
箸
の
油
断
す
ら
す
る
こ
と

な
く
単
の
侭
に
、
自
己
無
き
処
を
徹
底
錬
っ
て
い
ま
し
た
。
勿
論
自
由
自
在
に
、
速
度
な
ど
一
切
関
係
な
く
「
只
」
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
錬
る
必
要
が
無
い
と
こ
ろ
に
至
っ
て
、
尚
道
を
道
と
し
て
行
ず
る
の
が
真
の
道
人
で
す
。
こ
れ

が
「
山
上
尚
山
有
り
」
と
し
て
「
今
」
を
「
今
」
で
磨
い
て
い
く
の
で
す
。
錬
れ
ば
錬
る
ほ
ど
道
が
深
く
な
る
の
で
す
。

大
燈
国
師
の
遺
偈
に
有
る
で
し
ょ
う
。

仏
祖
裁
断
し
て
、
吹
毛
常
に
磨
し
。
機
輪
転
ず
る
処
、
虚
空
牙
を
噛
む
。

仏
祖
も
用
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
尽
く
し
き
っ
た
境
界
で
も
、
尚
常
に
「
道
」
「
法
」
と
し
て
「
今
」
を
行
じ
て
居

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
ど
の
様
な
縁
に
遇
お
う
と
も
、
一
切
道
と
な
り
言
う
こ
と
も
思
う
こ
と
も
な
い
、
真
実
無
我
の

当
体
全
是
と
な
る
の
で
す
。
吹
毛
剣
と
は
、
刀
の
刃
に
鳥
の
羽
が
乗
り
、
そ
れ
を
ふ
っ
と
吹
い
た
だ
け
で
ス
カ
ッ
と
切
れ

る
ほ
ど
の
完
璧
な
剣
、
悟
り
の
明
晰
さ
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
尚
と
ぎ
澄
ま
す
こ
と
。
尚
只
管
を
錬
っ
て
い
く
と
言
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
山
上
尚
山
有
り
」
と
言
う
意
で
あ
り
、
道
人
の
心
得
で
す
。
小
成
に
安
じ
て
は
な
ら
な
い
と
の
意

味
で
す
。
悟
っ
て
も
悟
ら
な
く
て
も
、
と
に
か
く
常
に
「
今
」
を
大
切
に
し
、
「
只
」
を
錬
る
こ
と
は
道
人
の
日
常
で
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

そ
う
な
る
と
悟
っ
て
い
な
く
て
も
、
「
今
」
を
本
当
に
行
持
し
て
お
れ
ば
立
派
な
道
人
で
あ
り
、
仏
祖
の
位
に
列
し
て
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い
る
も
同
然
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
言
う
な
れ
ば
、
既
に
「
今
」
そ
の
も
の
の
時
節
が
来
た
人
が
悟
っ
た
人
。

未
だ
時
節
が
来
て
い
な
い
未
悟
で
は
あ
る
が
道
人
と
言
う
わ
け
で
す
。「
今
」
そ
の
も
の
が
「
道
」
「
法
」
で
あ
り
、
常
に

時
節
で
す
か
ら
、
努
力
さ
え
し
て
お
れ
ば
何
時
時
節
が
有
る
か
分
か
ら
な
い
。
油
断
を
せ
ず
に
「
今
」
努
力
す
る
人
で
あ

る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

ど
ん
な
深
い
気
付
き
や
体
験
が
有
っ
て
も
、
そ
れ
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
ら
道
に
傷
を
付
け
て
し
ま
う
の
で
す
。
で
す
か

ら
決
し
て
腰
を
掛
け
な
い
こ
と
で
す
。
菩
提
心
、
菩
提
心
。

さ
て
、
今
年
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
研
参
努
力
の
功
徳
が
生
活
の
中
で
感
じ
ら
れ
た
か
ど
う
か
。
ど
な
た
か
。

参
禅
者
Ｃ
・
・

は
い
、
で
は
。
本
も
と
何
故
修
行
す
る
の
か
、
と
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
苦
し
い
か
ら
で
す
。
ず
っ
と

苦
し
ん
で
き
ま
し
た
。
お
陰
様
で
今
は
「
今
」
の
平
安
が
あ
り
ま
す
。
努
力
の
結
果
で
し
ょ
う
か
。
只
、
と
て
も
悟
り
と

い
う
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
研
参
怠
り
な
く
や
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
先
程
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
通
り
、
努
力

す
る
の
み
で
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

老

師
・
・

み
な
さ
ん
殆
ど
の
方
が
、
当
た
ら
ざ
れ
ど
も
遠
か
ら
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
着
眼
点
の
は
っ
き
り
し
て
い
る

人
ば
か
り
で
す
か
ら
、
今
後
と
も
ど
れ
ほ
ど
日
常
で
工
夫
す
る
か
で
す
。
要
す
る
に
菩
提
心
で
あ
り
志
次
第
と
言
う
こ
と

で
す
。
「
今
」
で
す
。
来
年
も
「
今
」
で
す
か
ら
、
大
い
に
菩
提
心
で
や
っ
て
下
さ
い
。

世
話
人
・
・

時
間
が
参
り
ま
し
た
。
老
師
に
は
今
年
一
年
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
御
法
愛
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
九
日


